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令
和
の
時
代
を
迎
へ
て
三
ヶ
月
が
過
ぎ

た
。
新
元
号
は
圧
倒
的
多
数
の
国
民
に
好

感
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
新
帝
の
即

位
を
寿
ぐ
声
は
国
内
に
溢
れ
た
。
今
回
の

慶
事
を
国
民
が
ひ
と
し
く
経
験
す
る
な
か

で
、
久
し
く
忘
れ
て
ゐ
た
大
事
な
も
の
を

思
ひ
出
し
た
か
の
や
う
に
、
人
々
の
心
が

一
点
に
集
中
し
た
の
は
う
れ
し
い
こ
と
で

あ
っ
た
が
、
一
時
の
興
奮
と
熱
中
が
過
ぎ

て
い
つ
も
の
日
々
が
戻
り
つ
つ
あ
る
今
、

此
度
の
民
族
的
経
験
を
一
過
性
に
終
ら
せ

る
こ
と
な
く
機
会
あ
る
毎
に
喚
び
起
し
て

い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

先
帝
と
新
帝
の
お
言
葉
を
ふ
た
つ
な
が

ら
拝
し
た
今
回
の
御
代
替
り
は
、
あ
ら
た

め
て
わ
が
国
の
「
国
が
ら
」
が
し
き
り
と

思
は
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
少
し
振
り

返
っ
て
見
た
い
。

先
帝
陛
下
は
二
月
の
「
御
在
位
三
十
年

記
念
式
典
」
に
お
い
て
、
自
分
が
天
皇
と

し
て
の
務
め
を
果
し
て
こ
ら
れ
た
の
は
、

天
皇
が
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
こ
と

に
「
誇
り
と
喜
び
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る

人
々
の
存
在
」
と
「
長
い
年
月
を
か
け
て

日
本
人
が
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
民
度
」
の

お
蔭
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
「
退

位
礼
」
で
は
、「
国
民
へ
の
深
い
信
頼
と

敬
愛
」
を
も
っ
て
天
皇
の
務
め
を
行
ふ
こ

と
が
で
き
た
の
は
「
幸
せ
」
な
こ
と
で
あ

り
、「
象
徴
と
し
て
の
私
を
受
け
入
れ
支

え
て
く
れ
た
国
民
に
心
か
ら
感
謝
」
し
た

い
と
語
ら
れ
た
。

新
帝
陛
下
は
「
即
位
後
朝
見
の
儀
」
に

お
い
て
、
上
皇
陛
下
が
三
十
年
以
上
の
長

き
に
わ
た
り
「
い
か
な
る
時
も
国
民
と
苦

楽
を
共
に
さ
れ
な
が
ら
」
象
徴
の
務
め
を

果
さ
れ
た
お
姿
に
「
心
か
ら
の
敬
意
と
感

謝
」
を
捧
げ
ら
れ
、
皇
位
を
継
承
す
る
に

あ
た
り
「
上
皇
陛
下
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み

に
深
く
思
い
を
致
し
、
ま
た
、
歴
代
の
天

皇
の
な
さ
り
よ
う
を
心
に
と
ど
め
」「
常

に
国
民
を
思
い
、
国
民
に
寄
り
添
い
な
が

ら
」
象
徴
と
し
て
責
務
を
果
し
て
い
き
た

い
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
一
部
引
用
し

テ
」
と
い
ふ
確
た
る
お
言
葉
に
は
、
国
民

を
守
り
抜
く
こ
と
で
「
国
体
ヲ
護
持
」
で

き
た
と
の
確
信
が
込
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
思

は
せ
し
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。　

我
が
国
で
は
古
来
、
天
皇
を
「
天あ

め

の
下

し
ろ
し
め
す
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す
め
ら
み
こ
と
」「
天
の
下

き
こ
し
め
す
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す
め
ら
み
こ
と
」
と
尊
称
し

て
き
た
。「
し
ろ
し
め
す
」
は
「
知
る
」、

「
き
こ
し
め
す
」
は
「
聴
く
」
の
敬
語
だ

が
、
先
人
た
ち
は
天
皇
は
国
民
の
こ
と
を

隅
々
ま
で
お
知
り
に
な
っ
て
ゐ
る
、
ま
た

民
の
声
を
一
言
も
聞
き
漏
ら
す
ま
い
と
お

聴
き
下
さ
る
、
そ
の
や
う
な
御
方
で
あ
る

と
天
皇
を
信
じ
忠
誠
を
尽
し
て
き
た
。

「
し
ろ
し
め
す
」「
き
こ
し
め
す
」
天
皇

と
、
そ
の
お
心
を
「
知
り
」「
聴
い
て
」

発
奮
す
る
国
民
。
こ
の
君
臣
相
互
の
絶
対

的
信
頼
の
な
か
に
日
本
の
国
柄
は
あ
る
。

　

で
は
、
国
柄
を
保
持
す
る
一
方
の
当

事
者
で
あ
る
国
民
が
お
心
を
「
知
ら
う
」

「
聴
か
う
」
と
す
る
努
力
を
怠
れ
ば
ど
う

な
る
か
。
天
皇
へ
の
無
知
と
無
関
心
が
進

む
中
、
興
味
本
位
の
週
刊
誌
的
報
道
の
波

に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
ふ
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
外
で
も
な
い
、
国
民
の
側
か
ら
国

が
ら
を
傷
つ
け
て
し
ま
ふ
こ
と
で
あ
る
。

さ
う
し
た
風
潮
に
翻
弄
さ
れ
な
い
た
め

に
、
一
人
で
も
多
く
の
国
民
が
事
の
真
贋

を
見
極
め
る
力
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
此
度
の
御
代
替
り
を
と

も
に
経
験
し
た
国
民
に
課
さ
れ
た
責
務
と

い
ふ
も
の
で
あ
ら
う
。
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た
お
言
葉
の
全
文
を
繰
り
返
し
読
み
味

は
っ
て
ゐ
る
と
、
天
皇
の
、
国
民
へ
の
深

い
信
頼
と
国
父
と
し
て
の
お
心
が
痛
い
ほ

ど
に
伝
は
っ
て
き
て
身
に
沁
み
る
。

さ
う
思
っ
て
ゐ
る
と
、
昭
和
天
皇
の
玉

音
放
送
（
終
戦
の
詔
書
）
の
中
の
「
茲
ニ

国
体
ヲ
護
持
シ
得
テ
…
常
ニ
爾
臣
民
ト
共

ニ
在
リ
」
の
一
句
が
心
に
浮
ん
だ
。
先
の

大
戦
に
敗
れ
誰
も
が
国
の
行
末
に
不
安
を

覚
え
て
ゐ
た
、
ま
さ
に
そ
の
時
、
昭
和
天

皇
は
「
国
体
ヲ
護
持
シ
得
テ
」
と
仰
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
一
体
、
昭
和
天
皇
に
は

ど
ん
な
確
信
が
お
あ
り
だ
っ
た
の
だ
ら
う
。

夜
久
正
雄
先
生
は
『
歌
人
・
今
上
天
皇
』

（
増
補
改
訂
版
・
昭
和
五
十
一
年
）
の
な
か
で
、

昭
和
天
皇
の
終
戦
時
の
御
製
三
首
に
言
及

さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
三
首
目
、

国
が
ら
を
た
だ
守
ら
ん
と
い
ば
ら
道
す  

す
み
ゆ
く
と
も
い
く
さ
と
め
け
り

に
つ
い
て
、「
国
が
ら
を
た
だ
守
ら
む
」

と
は
「
天
皇
様
が
身
は
い
か
な
ら
む
と
も

と
決
心
し
て
国
民
を
お
守
り
く
だ
さ
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
天
皇
さ
ま
は
さ
う

述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
天
皇
さ
ま
は
国

が
ら
を
守
り
ぬ
か
れ
た
の
で
あ
る
」
と
お

書
き
に
な
っ
て
ゐ
る
。
目
が
覚
め
る
思
ひ

で
こ
の
一
節
を
拝
読
し
な
が
ら
、｢

国
体

ヲ
護
持
シ
得
テ｣

と
は
、
自
分
が
信
頼
す

る
国
民
が
残
っ
て
ゐ
さ
へ
す
れ
ば
国
が
亡

ぶ
こ
と
は
な
い
と
の
信
念
の
も
と
に
、
国

民
を
滅
亡
の
渕
か
ら
救
ひ
出
さ
れ
た
、
ま

さ
に
そ
の
お
心
の
表
明
で
あ
り
、「
シ
得

　
あ
ら
た
め
て
思
ふ
「
国
民
の
責
務
」

　
　 —

御
代
替
り
を
と
も
に
経
験
し
て—
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